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主
人
の
「
開
会
の
辞
」
が
終
っ
た
後
、
第
一
の
男
は
語
る
。

「
唯
今
御
主
人
か
ら
御
説
明
が
あ
り
ま
し
た
通
り
、
今
晩
の
お
話
は
六
朝
（
り
く
ち
ょ
う
）
時

代
か
ら
始
め
る
筈
で
、わ
た
く
し
が
そ
の
前
講（
ぜ
ん
こ
う
）を
受
持
つ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

な
ん
と
い
っ
て
も
、
こ
の
時
代
の
作
で
最
も
有
名
な
も
の
は
『
捜
神
記
』
で
、
ほ
と
ん
ど
後
世

（
こ
う
せ
い
）
の
小
説
の
祖
を
な
し
た
と
言
っ
て
も
よ
ろ
し
い
の
で
す
。

こ
の
原
本
の
世
に
伝
わ
る
も
の
は
二
十
巻
で
、
晋
（
し
ん
）
の
干
宝
（
か
ん
ぽ
う
）
の
撰
（
せ

ん
）
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
居
り
ま
す
。
干
宝
は
東
晋
の
元
帝
（
げ
ん
て
い
）
に
仕
え
て
著
作

郎
（
ち
ょ
さ
く
ろ
う
）
と
な
り
、
博
覧
強
記
を
も
っ
て
聞
え
た
人
で
、
ほ
か
に
『
晋
紀
』
と
い

う
歴
史
も
書
い
て
居
り
ま
す
。、
但
し
今
日
に
な
り
ま
す
と
、
干
宝
が
『
捜
神
記
』
を
か
い
た

の
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
の
原
本
は
世
に
伝
わ
ら
ず
、
普
通
に
流
布
す
る
も
の
は
偽
作
（
ぎ
さ

く
）
で
あ
る
。
た
と
い
全
部
が
偽
作
で
な
く
て
も
、
他
人
の
筆
が
ま
じ
っ
て
い
る
と
い
う
説
が

唱
え
ら
れ
て
居
り
ま
す
。
こ
れ
は
清
朝
（
し
ん
ち
ょ
う
）
初
期
の
学
者
た
ち
が
言
い
出
し
た
も
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の
ら
し
く
、
ま
た
一
方
に
は
、
た
と
い
そ
れ
が
干
宝
の
原
本
で
な
い
と
し
て
も
、
六
朝
時
代
に

作
ら
れ
た
も
の
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、後
世
の
人
間
が
い
い
加
減
に
こ
し
ら
え
た
偽
作

と
は
、
そ
の
価
値
が
大
い
に
違
う
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。

こ
う
い
う
む
ず
か
し
い
穿
索
（
せ
ん
さ
く
）
に
な
り
ま
す
と
、
浅
学
の
わ
れ
わ
れ
に
は
と
て

も
判
り
ま
せ
ん
か
ら
、
と
も
か
く
も
昔
か
ら
言
い
伝
え
の
通
り
に
、
晋
の
干
宝
の
撰
と
い
う
こ

と
に
致
し
て
置
い
て
、
す
ぐ
に
本
文
（
ほ
ん
も
ん
）
の
紹
介
に
取
り
か
か
り
ま
し
ょ
う
」

首
の
飛
ぶ
女

秦
（
し
ん
）
の
時
代
に
、
南
方
に
落
頭
民
（
ら
く
と
う
み
ん
）
と
い
う
人
種
が
あ
っ
た
。
そ

の
頭
（
か
し
ら
）
が
よ
く
飛
ぶ
の
で
あ
る
。
そ
の
人
種
の
集
落
に
祭
り
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
虫

落
（
ち
ゅ
う
ら
く
）
と
い
う
。
そ
の
虫
落
に
ち
な
ん
で
、
落
頭
民
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。

4

呉
（
ご
）
の
将
、
朱
桓
（
し
ゅ
か
ん
）
と
い
う
将
軍
が
ひ
と
り
の
下
婢
（
か
ひ
）
を
置
い
た

が
、
そ
の
女
は
夜
中
に
睡
（
ね
む
）
る
と
首
が
ぬ
け
出
し
て
、
あ
る
い
は
狗
竇
（
い
ぬ
く
ぐ
り
）

か
ら
、
あ
る
い
は
窓
か
ら
出
て
ゆ
く
。
そ
の
飛
ぶ
と
き
は
耳
を
も
っ
て
翼
（
つ
ば
さ
）
と
す
る

ら
し
い
。
そ
ば
に
寝
て
い
る
者
が
怪
し
ん
で
、
夜
中
に
そ
の
寝
床
を
照
ら
し
て
視
（
み
）
る
と
、

た
だ
そ
の
胴
体
が
あ
る
ば
か
り
で
首
が
無
い
。か
ら
だ
も
常
よ
り
は
少
し
く
冷
た
い
。そ
こ
で
、

そ
の
胴
体
に
衾
（
よ
ぎ
）
を
き
せ
て
置
く
と
、
夜
あ
け
に
首
が
舞
い
戻
っ
て
来
て
も
、
衾
に
さ

さ
え
ら
れ
て
胴
に
戻
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
、
首
は
幾
た
び
か
地
に
堕
（
お
）
ち
て
、
そ
の

息
づ
か
い
も
苦
し
く
忙
（
せ
わ
）
し
く
、
今
に
も
死
ん
で
し
ま
い
そ
う
に
見
え
る
の
で
、
あ
わ

て
て
衾
を
取
り
の
け
て
や
る
と
、
首
は
と
ど
こ
お
り
な
く
元
に
戻
っ
た
。

こ
う
い
う
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
毎
夜
く
り
返
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、昼
の
あ
い
だ
は
普
通
の
人

と
ち
っ
と
も
変
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
甚
だ
気
味
が
悪
い
の
で
、
主
人
の
将
軍
も
捨

て
置
か
れ
ず
、
つ
い
に
暇
（
ひ
ま
）
を
出
す
こ
と
に
な
っ
た
が
、
だ
ん
だ
ん
聞
い
て
み
る
と
、

そ
れ
は
一
種
の
天
性
で
別
に
怪
し
い
者
で
は
な
い
の
で
あ
っ
た
。



5

こ
の
ほ
か
に
も
、
南
方
へ
出
征
の
大
将
た
ち
は
、
往
々
（
お
う
お
う
）
こ
う
い
う
不
思
議
の

女
に
出
逢
っ
た
経
験
が
あ
る
そ
う
で
、あ
る
人
は
試
み
に
銅
盤
を
そ
の
胴
体
に
か
ぶ
せ
て
置
い

た
と
こ
ろ
、
首
は
い
つ
ま
で
も
戻
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
、
そ
の
女
は
遂
に
死
ん
だ
と
い
う
。

猿

※
［
＃
「
け
も
の
へ
ん
＋
矍
」、23-4

］

蜀
（
し
ょ
く
）
の
西
南
の
山
中
に
は
一
種
の
妖
物
（
よ
う
ぶ
つ
）
が
棲
ん
で
い
て
、
そ
の
形

は
猿
に
似
て
い
る
。
身
の
た
け
は
七
尺
ぐ
ら
い
で
、
人
の
如
く
に
歩
み
、
且
（
か
）
つ
善
く
走

る
。
土
地
の
者
は
そ
れ
を
※(

「
け
も
の
へ
ん
＋
暇
の
つ
く
り
」、
第

4

水
準

2-80-45)

国
（
か

こ
く
）
と
い
い
、
又
は
馬
化
（
ば
か
）
と
い
い
、
あ
る
い
は
※
猿
（
か
く
え
ん
）［
＃
「
け
も

の
へ
ん
＋
矍
」、23-7

］
と
も
呼
ん
で
い
る
。

か
れ
ら
は
山
林
の
茂
み
に
潜
（
ひ
そ
）
ん
で
い
て
、
往
来
の
婦
女
を
奪
う
の
で
あ
る
。
美
女

は
殊
に
目
指
さ
れ
る
。
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
こ
こ
ら
の
人
た
ち
が
山
中
を
行
く
時
に
は
、
長

6

い
一
条
の
縄
を
た
ず
さ
え
て
、
互
い
に
そ
の
縄
を
つ
か
ん
で
行
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
い

つ
の
間
に
か
、そ
の
一
人
ま
た
は
二
人
を
攫（
さ
ら
）っ
て
行
か
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。

か
れ
ら
は
男
と
女
の
臭
（
に
お
）
い
を
よ
く
知
っ
て
い
て
、
決
し
て
男
を
取
ら
な
い
。
女
を

取
れ
ば
連
れ
帰
っ
て
自
分
の
妻
と
す
る
の
で
あ
る
が
、子
を
生
ま
な
い
者
は
い
つ
ま
で
も
帰
る

こ
と
を
許
さ
れ
な
い
の
で
、
十
年
の
後
に
は
形
も
心
も
自
然
に
か
れ
ら
と
同
化
し
て
、
ふ
た
た

び
里
へ
帰
ろ
う
と
は
し
な
い
。

も
し
子
を
生
ん
だ
者
は
、
母
に
子
を
抱
か
せ
て
帰
す
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
子
を
育
て
な

い
と
、
そ
の
母
も
か
な
ら
ず
死
ぬ
の
で
、
み
な
恐
れ
て
養
育
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
が
、
成
長

の
後
は
別
に
普
通
の
人
と
変
ら
な
い
。
そ
れ
ら
の
人
間
は
み
な
楊
（
よ
う
）
と
い
う
姓
を
名
乗

っ
て
い
る
。
今
日
、
蜀
の
西
南
地
方
で
楊
姓
を
呼
ば
れ
て
い
る
者
は
、
大
抵
そ
の
妖
物
の
子
孫

で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
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琵
琶
鬼

呉
（
ご
）
の
赤
烏
（
せ
き
う
）
三
年
、
句
章
（
こ
う
し
ょ
う
）
の
農
夫
楊
度
（
よ
う
た
く
）

と
い
う
者
が
余
姚
（
よ
ち
ょ
う
）
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
出
て
ゆ
く
と
、
途
中
で
日
が
暮
れ
た
。

ひ
と
り
の
少
年
が
琵
琶
（
び
わ
）
を
か
か
え
て
来
て
、
楊
の
車
に
一
緒
に
載
せ
て
く
れ
と
い

う
の
で
、
承
知
し
て
同
乗
さ
せ
る
と
、
少
年
は
車
中
で
琵
琶
数
十
曲
を
ひ
い
て
聞
か
せ
た
。
楊

は
い
い
心
持
で
聴
い
て
い
る
と
、
曲
終
る
や
、
か
の
少
年
は
忽
（
た
ち
ま
）
ち
鬼
の
よ
う
な
顔

色
に
変
じ
て
、
眼
を
瞋
（
い
か
）
ら
せ
、
舌
を
吐
い
て
、
楊
を
お
ど
し
て
立
ち
去
っ
た
。

そ
れ
か
ら
更
に
二
十
里
（
六
丁
（
ち
ょ
う
）
一
里
。
日
本
は
三
十
六
丁
で
一
里
）
ほ
ど
行
く

と
、
今
度
は
ひ
と
り
の
老
人
が
あ
ら
わ
れ
て
、
楊
の
車
に
載
せ
て
く
れ
と
言
っ
た
。
前
に
少
し

く
懲
（
こ
）
り
て
は
い
る
が
、
そ
の
老
い
た
る
を
憫
（
あ
わ
）
れ
ん
で
、
楊
は
再
び
載
せ
て
や

る
と
、
老
人
は
王
戒
（
お
う
か
い
）
と
い
う
者
で
あ
る
と
み
ず
か
ら
名
乗
っ
た
。
楊
は
途
中
で

話
し
た
。

8

「
さ
っ
き
飛
ん
だ
目
に
逢
い
ま
し
た
」

「
ど
う
し
ま
し
た
」

「
鬼
が
わ
た
し
の
車
に
乗
り
込
ん
で
琵
琶
を
弾
き
ま
し
た
。鬼
の
琵
琶
と
い
う
も
の
を
初
め
て

聴
き
ま
し
た
が
、
ひ
ど
く
哀
（
か
な
）
し
い
も
の
で
す
よ
」

「
わ
た
し
も
琵
琶
を
よ
く
弾
き
ま
す
」

言
う
か
と
思
う
と
、
か
の
老
人
は
前
の
少
年
と
お
な
じ
よ
う
な
顔
を
し
て
見
せ
た
の
で
、
楊

は
あ
っ
と
叫
ん
で
気
を
う
し
な
っ
た
。

兎
怪
（
と
か
い
）

こ
れ
も
前
の
琵
琶
鬼
と
や
や
同
じ
よ
う
な
話
で
あ
る
。

魏
（
ぎ
）
の
黄
初
（
こ
う
し
ょ
）
年
中
に
或
る
人
が
馬
に
乗
っ
て
頓
邱
（
と
ん
き
ゅ
う
）
の

さ
か
い
を
通
る
と
、
暗
夜
の
路
ば
た
に
一
つ
の
怪
し
い
物
が
転
（
こ
ろ
）
が
っ
て
い
た
。
形
は
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兎
（
う
さ
ぎ
）
の
ご
と
く
、
両
眼
は
鏡
の
如
く
、
馬
の
ゆ
く
さ
き
に
跳
（
お
ど
）
り
狂
っ
て
い

る
の
で
、
進
む
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
の
人
は
お
ど
ろ
き
懼
（
お
そ
）
れ
て
遂
に
馬
か
ら
転
げ

お
ち
る
と
、
怪
物
は
跳
り
か
か
っ
て
彼
を
掴
（
つ
か
）
も
う
と
し
た
の
で
、
い
よ
い
よ
懼
れ
て

一
旦
は
気
絶
し
た
。

や
が
て
正
気
に
戻
る
と
、
怪
物
の
姿
は
も
う
見
え
な
い
の
で
、
ま
ず
ほ
っ
と
し
て
再
び
馬
に

乗
っ
て
ゆ
く
と
、
五
、
六
里
の
後
に
一
人
の
男
に
出
逢
っ
た
。
そ
の
男
も
馬
に
乗
っ
て
い
た
。

い
い
道
連
れ
が
出
来
た
と
喜
ん
で
話
し
な
が
ら
行
く
う
ち
に
、彼
は
先
刻
の
怪
物
の
こ
と
を
話

し
た
。

「
そ
れ
は
怖
ろ
し
い
事
で
し
た
」
と
、
男
は
言
っ
た
。「
実
は
わ
た
し
も
独
り
あ
る
き
は
な
ん

だ
か
気
味
が
悪
い
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、あ
な
た
の
よ
う
な
道
連
れ
が
出
来
た
の
は
仕
合

わ
せ
で
し
た
。
し
か
し
あ
な
た
の
馬
は
疾
（
は
や
）
く
、
わ
た
し
の
馬
は
遅
い
方
で
す
か
ら
、

あ
と
さ
き
に
な
っ
て
行
き
ま
し
ょ
う
」

彼
の
馬
を
さ
き
に
立
た
せ
、
男
の
馬
が
あ
と
に
続
い
て
、
又
し
ば
ら
く
話
し
な
が
ら
乗
っ
て

10

ゆ
く
と
、
男
は
重
ね
て
か
の
怪
物
の
話
を
は
じ
め
た
。

「
そ
の
怪
物
と
い
う
の
は
、
ど
ん
な
形
で
し
た
」

「
兎
の
よ
う
な
形
で
、
二
つ
の
眼
が
鏡
の
よ
う
に
晃
（
ひ
か
）
っ
て
い
ま
し
た
」

「
で
は
、
ち
ょ
い
と
振
り
返
っ
て
ご
ら
ん
な
さ
い
」

言
わ
れ
て
何
心
な
く
振
り
返
る
と
、か
の
男
は
い
つ
の
間
に
か
以
前
の
怪
物
と
お
な
じ
形
に

変
じ
て
、
前
の
馬
の
上
へ
飛
び
か
か
っ
て
来
た
の
で
、
彼
は
馬
か
ら
転
げ
お
ち
て
再
び
気
絶
し

た
。か

れ
の
家
で
は
、
騎
手
（
の
り
て
）
が
い
つ
ま
で
も
帰
ら
ず
、
馬
ば
か
り
が
独
り
戻
っ
て
来

た
の
を
怪
し
ん
で
、探
し
に
来
て
み
る
と
右
の
始
末
で
、彼
は
よ
う
よ
う
に
息
を
ふ
き
返
し
て
、

再
度
の
怪
に
お
び
や
か
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
た
。
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宿
命

陳
仲
挙
（
ち
ん
ち
ゅ
う
き
ょ
）
が
ま
だ
立
身
（
り
っ
し
ん
）
し
な
い
時
に
、
黄
申
（
こ
う
し

ん
）
と
い
う
人
の
家
に
止
宿
（
し
し
ゅ
く
）
し
て
い
た
。
そ
の
う
ち
に
、
黄
家
の
妻
が
出
産
し

た
。出

産
の
当
時
、
こ
の
家
の
門
を
叩
（
た
た
）
く
者
が
あ
っ
た
が
、
家
内
の
者
は
混
雑
に
ま
ぎ

れ
て
知
ら
な
か
っ
た
。
暫
（
し
ば
ら
）
く
し
て
家
の
奥
か
ら
答
え
る
者
が
あ
っ
た
。

「
客
座
敷
に
は
人
が
い
る
か
ら
、
は
い
る
こ
と
は
出
来
な
い
ぞ
」

門
外
の
者
は
答
え
た
。

「
そ
れ
で
は
裏
門
へ
ま
わ
っ
て
行
こ
う
」

そ
れ
ぎ
り
で
問
答
の
声
は
や
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
ま
た
暫
く
し
て
、
内
の
者
も
裏
門
へ
ま
わ
っ

て
帰
っ
て
来
た
ら
し
く
、
他
の
一
人
が
訊
（
き
）
い
た
。

「
生
ま
れ
る
子
は
な
ん
と
い
う
名
で
、
幾
歳
（
い
く
つ
）
の
寿
命
を
あ
た
え
る
こ
と
に
な
っ
た
」

12

「
名
は
奴
（
ど
）
と
い
っ
て
、
十
五
歳
ま
で
の
寿
命
を
あ
た
え
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
、
前
の

者
が
答
え
た
。

「
ど
ん
な
病
気
で
死
ぬ
の
だ
」

「
兵
器
で
死
ぬ
の
だ
」

そ
の
声
が
終
る
と
共
に
、
あ
た
り
は
又
ひ
っ
そ
り
と
な
っ
た
。
陳
は
そ
の
問
答
を
ぬ
す
み
聴

い
て
奇
異
の
感
に
打
た
れ
た
。
殊
に
そ
の
夜
生
ま
れ
た
の
は
男
の
児
で
、
そ
の
名
を
奴
と
付
け

ら
れ
た
と
い
う
の
を
知
る
に
及
ん
で
、
い
よ
い
よ
不
思
議
に
感
じ
た
。
彼
は
そ
れ
と
な
く
黄
家

の
人
び
と
に
注
意
し
た
。

「
わ
た
し
は
人
相
（
に
ん
そ
う
）
を
看
（
み
）
る
こ
と
を
学
ん
だ
が
、
こ
の
子
は
行
く
ゆ
く
兵

器
で
死
ぬ
相
が
あ
る
。
刀
剣
は
勿
論
（
も
ち
ろ
ん
）、
す
べ
て
の
刃
物
を
持
た
せ
る
こ
と
を
慎

ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
ぞ
」

黄
家
の
父
母
も
お
ど
ろ
い
て
、
そ
の
後
は
用
心
に
用
心
を
加
え
、
そ
の
子
に
は
い
っ
さ
い
の

刃
物
を
持
た
せ
な
い
こ
と
に
し
た
。
そ
う
し
て
、
無
事
に
十
五
歳
ま
で
生
長
さ
せ
た
が
、
あ
る
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日
の
こ
と
、
棚
の
上
に
置
い
た
鑿
（
の
み
）
が
そ
の
子
の
頭
に
落
ち
て
来
て
、
脳
を
つ
ら
ぬ
い

て
死
ん
だ
。

陳
は
後
に
予
章
（
よ
し
ょ
う
）
の
太
守
（
た
い
し
ゅ
）
に
栄
進
し
て
、
久
し
ぶ
り
で
黄
家
を

た
ず
ね
た
時
、ま
ず
か
の
子
供
の
こ
と
を
訊
く
と
、か
れ
は
鑿
に
打
た
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
聞
い
て
、
陳
は
嘆
息
し
た
。

「
こ
れ
が
ま
っ
た
く
宿
命
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
」

亀
の
眼

む
か
し
巣
（
そ
う
）
の
江
水
が
あ
る
日
に
わ
か
に
漲
（
み
な
ぎ
）
っ
た
が
、
た
だ
一
日
で
又

も
と
の
通
り
に
な
っ
た
。
そ
の
と
き
に
、
重
量
一
万
斤
（
き
ん
）
と
も
お
ぼ
し
き
大
魚
が
港
口

に
打
ち
揚
げ
ら
れ
て
、
三
日
の
後
に
死
ん
だ
の
で
、
土
地
の
者
は
皆
そ
れ
を
割
い
て
食
っ
た
。

そ
の
な
か
で
、唯
ひ
と
り
の
老
女
は
そ
の
魚
を
食
わ
な
か
っ
た
。そ
の
老
女
の
家
へ
見
識（
み
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し
）
ら
な
い
老
人
が
た
ず
ね
て
来
た
。

「
あ
の
魚
（
さ
か
な
）
は
わ
た
し
の
子
で
あ
る
が
、
不
幸
に
し
て
こ
ん
な
禍
（
わ
ざ
わ
）
い
に

逢
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
土
地
の
者
は
皆
そ
れ
を
食
っ
た
な
か
で
、
お
前
ひ
と
り
は
食
わ
な

か
っ
た
か
ら
、
私
は
お
ま
え
に
礼
を
し
た
い
。
城
の
東
門
前
に
あ
る
石
の
亀
に
注
意
し
て
、
も

し
そ
の
眼
が
赤
く
な
っ
た
と
き
は
、
こ
の
城
の
陥
没
（
か
ん
ぼ
つ
）
す
る
時
だ
と
思
い
な
さ
い
」

老
人
の
姿
は
ど
こ
へ
か
失
（
う
）
せ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
以
来
、
老
女
は
毎
日
か
か
さ
ず
に

東
門
へ
行
っ
て
、
石
の
亀
の
眼
に
異
状
が
あ
る
か
無
い
か
を
検
（
あ
ら
た
）
め
る
こ
と
に
し
て

い
た
の
で
、
あ
る
少
年
が
怪
し
ん
で
そ
の
子
細
を
訊
く
と
、
老
女
は
正
直
に
そ
れ
を
打
ち
明
け

た
。少
年
は
い
た
ず
ら
者
で
、そ
ん
な
ら
一
番
あ
の
婆
さ
ん
を
お
ど
か
し
て
や
ろ
う
と
思
っ
て
、

そ
っ
と
か
の
亀
の
眼
に
朱
を
塗
っ
て
置
い
た
。

老
女
は
亀
の
眼
の
赤
く
な
っ
て
い
る
の
に
驚
い
て
、
早
々
に
こ
の
城
内
を
逃
げ
出
す
と
、
青

衣
（
せ
い
い
）
の
童
子
が
途
中
に
待
っ
て
い
て
、
わ
れ
は
龍
の
子
で
あ
る
と
い
っ
て
、
老
女
を

山
の
高
い
所
へ
連
れ
て
行
っ
た
。
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そ
れ
と
同
時
に
、
城
は
突
然
に
陥
没
し
て
一
面
の
湖
（
み
ず
う
み
）
と
な
っ
た
。

も
う
一
つ
、
そ
れ
と
同
じ
話
が
あ
る
。
秦
（
し
ん
）
の
始
皇
（
し
こ
う
）
の
時
、
長
水
（
ち

ょ
う
す
い
）
県
に
一
種
の
童
謡
が
は
や
っ
た
。

「
御
門
（
ご
も
ん
）
に
血
を
見
り
ゃ
お
城
が
沈
む
―
―
」

誰
が
謡
（
う
た
）
い
出
し
た
と
も
な
し
に
、
こ
の
唄
が
そ
れ
か
ら
そ
れ
へ
と
拡
が
っ
た
。
あ

る
老
女
が
そ
れ
を
気
に
病
ん
で
毎
日
そ
の
城
門
を
窺
（
う
か
が
）
い
に
行
く
の
で
、
門
を
守
っ

て
い
る
将
校
が
彼
女
を
お
ど
し
て
や
ろ
う
と
思
っ
て
、ひ
そ
か
に
犬
の
血
を
城
門
に
塗
っ
て
置

く
と
、
老
女
は
そ
れ
を
見
て
、
お
ど
ろ
い
て
遠
く
逃
げ
去
っ
た
。

そ
の
あ
と
へ
忽
ち
に
大
水
が
溢
れ
出
て
、
城
は
水
の
底
に
沈
ん
で
し
ま
っ
た
。

眉
間
尺

楚
（
そ
）
の
干
将
莫
邪
（
か
ん
し
ょ
う
ば
く
や
）
は
楚
王
の
命
を
う
け
て
剣
を
作
っ
た
が
、

16

三
年
か
か
っ
て
漸
（
よ
う
や
）
く
出
来
た
の
で
、
王
は
そ
の
遅
延
を
怒
っ
て
彼
を
殺
そ
う
と
し

た
。莫

邪
の
作
っ
た
剣
は
雌
雄
一
対
（
し
ゆ
う
い
っ
つ
い
）
で
あ
っ
た
。
そ
の
出
来
た
と
き
に
莫

邪
の
妻
は
懐
妊
し
て
臨
月
に
近
か
っ
た
の
で
、
彼
は
妻
に
言
い
聞
か
せ
た
。

「
わ
た
し
の
剣
の
出
来
あ
が
る
の
が
遅
か
っ
た
の
で
、こ
れ
を
持
参
す
れ
ば
王
は
き
っ
と
わ
た

し
を
殺
す
に
相
違
な
い
。
お
ま
え
が
も
し
男
の
子
を
生
ん
だ
ら
ば
、
そ
の
成
長
の
後
に
南
の
山

を
見
ろ
と
い
え
。
石
の
上
に
一
本
の
松
が
生
え
て
い
て
、
そ
の
石
の
う
し
ろ
に
一
口
（
ひ
と
ふ

り
）
の
剣
が
秘
め
て
あ
る
」

か
れ
は
雌
剣
一
口
だ
け
を
持
っ
て
、
楚
王
の
宮
へ
出
て
ゆ
く
と
、
王
は
果
た
し
て
怒
っ
た
。

か
つ
有
名
の
相
者（
そ
う
し
ゃ
）に
そ
の
剣
を
見
せ
る
と
、こ
の
剣
は
雌
雄
一
対
あ
る
も
の
で
、

莫
邪
は
雄
剣
を
か
く
し
て
雌
剣
だ
け
を
献
じ
た
こ
と
が
判
っ
た
の
で
、王
は
い
よ
い
よ
怒
っ
て

直
ぐ
に
莫
邪
を
殺
し
た
。

莫
邪
の
妻
は
男
の
子
を
生
ん
で
、
そ
の
名
を
赤
（
せ
き
）
と
い
っ
た
が
、
そ
の
眉
間
が
広
い
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の
で
、
俗
に
眉
間
尺
（
み
け
ん
じ
ゃ
く
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
か
れ
が
壮
年
に
な
っ
た
時
に
、

母
は
父
の
遺
言
を
話
し
て
聞
か
せ
た
の
で
、
眉
間
尺
は
家
を
出
て
見
ま
わ
し
た
が
、
南
の
方
角

に
山
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
家
の
前
に
は
松
の
大
樹
が
あ
っ
て
、
そ
の
下
に
大
き
い
石
が
横
た

わ
っ
て
い
た
の
で
、
試
み
に
斧
（
お
の
）
を
も
っ
て
そ
の
石
の
背
を
打
ち
割
る
と
、
果
た
し
て

一
口
の
剣
を
発
見
し
た
。
父
が
こ
の
剣
を
わ
が
子
に
残
し
た
の
は
、
こ
れ
を
も
っ
て
楚
王
に
復

讐
せ
よ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
と
、眉
間
尺
は
そ
の
以
来
、ひ
そ
か
に
そ
の
機
会
を
待
っ
て
い
た
。

そ
れ
が
楚
王
に
も
感
じ
た
の
か
、
王
は
あ
る
夜
、
眉
間
の
一
尺
ほ
ど
も
広
い
若
者
が
自
分
を

付
け
狙
（
ね
ら
）
っ
て
い
る
と
い
う
夢
を
み
た
の
で
、
千
金
の
賞
を
か
け
て
そ
の
若
者
を
捜
索

さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。そ
れ
を
聞
い
て
、眉
間
尺
は
身
を
か
く
し
た
が
、行
く
さ
き
も
な
い
。

彼
は
山
中
を
さ
ま
よ
っ
て
、
悲
し
く
歌
い
な
が
ら
身
の
隠
れ
場
所
を
求
め
て
い
る
と
、
図
（
は

か
）
ら
ず
も
一
人
の
旅
客
（
た
び
び
と
）
に
出
逢
っ
た
。

「
お
ま
え
さ
ん
は
若
い
く
せ
に
、
何
を
悲
し
そ
う
に
歌
っ
て
い
る
の
だ
」
と
、
か
の
男
は
訊
い

た
。
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眉
間
尺
は
正
直
に
自
分
の
身
の
上
を
打
ち
明
け
る
と
、
男
は
言
っ
た
。

「
王
は
お
ま
え
の
首
に
千
金
の
賞
を
か
け
て
い
る
そ
う
だ
か
ら
、お
ま
え
の
首
と
そ
の
剣
と
を

わ
た
し
に
譲
れ
ば
、
き
っ
と
仇
を
報
い
て
あ
げ
る
が
、
ど
う
だ
」

「
よ
ろ
し
い
。
お
頼
み
申
す
」

眉
間
尺
は
す
ぐ
に
我
が
手
で
わ
が
首
を
か
き
落
し
て
、両
手
に
首
と
剣
と
を
捧
げ
て
突
っ
立

っ
て
い
た
。

「
た
し
か
に
受
取
っ
た
」
と
、
男
は
言
っ
た
。「
わ
た
し
は
必
ず
約
束
を
果
た
し
て
み
せ
る
」

そ
れ
を
聞
い
て
、
眉
間
尺
の
死
骸
は
初
め
て
仆
（
た
お
）
れ
た
。

旅
の
男
は
そ
れ
か
ら
楚
王
に
ま
み
え
て
、
か
の
首
と
剣
と
を
献
じ
る
と
、
王
は
大
い
に
喜
ん

だ
。

「
こ
れ
は
勇
士
の
首
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
儘
（
ま
ま
）
に
し
て
置
い
て
は
祟
（
た
た
）
り
を
な

す
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
湯
※(

「
獲
」
の
「
け
も
の
へ
ん
」
に
代
え
て
「
金
へ
ん
」、
第

3

水
準

1-93-41)

（
ゆ
が
ま
）
に
入
れ
て
煮
る
が
よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
る
」
と
、
男
は
言
っ
た
。
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王
は
そ
の
言
う
が
ま
ま
に
、
眉
間
尺
の
首
を
煮
る
こ
と
に
し
た
が
、
三
日
を
過
ぎ
て
も
少
し

も
爛
（
た
だ
）
れ
ず
、
生
け
る
が
如
く
に
眼
を
瞋
（
い
か
）
ら
し
て
い
る
の
で
、
男
は
ま
た
言

っ
た
。

「
首
は
ま
だ
煮
え
爛
れ
ま
せ
ん
。
あ
な
た
が
自
身
に
覗
（
の
ぞ
）
い
て
卸
覧
に
な
れ
ば
、
き
っ

と
爛
れ
ま
し
ょ
う
」

そ
こ
で
、
王
は
み
ず
か
ら
其
の
湯
を
覗
き
に
行
く
と
、
男
は
隙
（
す
き
）
を
み
て
か
の
剣
を

ぬ
き
放
し
、
ま
ず
王
の
首
を
熱
湯
（
に
え
ゆ
）
の
な
か
へ
切
り
落
し
た
。
つ
づ
い
て
我
が
首
を

刎
（
は
）
ね
て
、
こ
れ
も
湯
の
な
か
へ
落
し
た
。
眉
間
尺
の
首
と
、
楚
王
の
首
と
、
か
の
男
の

首
と
、
そ
れ
が
一
緒
に
煮
え
爛
れ
て
、
ど
れ
が
誰
だ
か
見
分
け
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
の

で
、
三
つ
の
首
を
一
つ
に
集
め
て
葬
る
こ
と
に
し
た
。

墓
は
俗
に
三
王
の
墓
と
呼
ば
れ
て
、
今
も
汝
南
（
じ
ょ
な
ん
）
の
北
、
宜
春
（
ぎ
し
ゅ
ん
）

県
に
あ
る
。
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宋
家
の
母

魏
（
ぎ
）
の
黄
初
（
こ
う
し
ょ
）
年
中
の
こ
と
で
あ
る
。

清
河
（
せ
い
か
）
の
宋
士
宗
（
そ
う
し
そ
う
）
と
い
う
人
の
母
が
、
夏
の
日
に
浴
室
へ
は
い

っ
て
、
家
内
の
者
を
遠
ざ
け
た
ま
ま
久
し
く
出
て
来
な
い
の
で
、
人
び
と
も
怪
し
ん
で
そ
っ
と

覗
（
の
ぞ
）
い
て
み
る
と
、
浴
室
に
母
の
影
は
見
え
な
い
で
、
水
風
呂
の
な
か
に
一
頭
の
大
き

い
す
っ
ぽ
ん
が
浮
か
ん
で
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
た
ち
ま
ち
大
騒
ぎ
と
な
っ
て
、
大
勢
が
駈
け

集
ま
る
と
、見
お
ぼ
え
の
あ
る
母
の
か
ん
ざ
し
が
そ
の
す
っ
ぽ
ん
の
頭
の
上
に
乗
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

「
お
母
さ
ん
が
す
っ
ぽ
ん
に
化
け
た
」

み
な
泣
い
て
騒
い
だ
が
、
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
た
だ
、
そ
の
ま
わ
り
を
取
り
ま
い

て
泣
き
叫
ん
で
い
る
と
、
す
っ
ぽ
ん
は
し
き
り
に
外
へ
出
た
が
る
ら
し
い
様
子
で
あ
る
。
さ
り

と
て
滅
多
（
め
っ
た
）
に
出
し
て
も
や
ら
れ
な
い
の
で
、
代
る
が
わ
る
に
警
固
し
て
い
る
あ
い


